
『
延
喜
御
集
』
に

つ
い
て
の
研
究

一

は
じ
め
に

宮
内
庁
雷
陵
部
に
は
'
奈
良
'
平
安
初
期
の
天
皇
の
御
製
を
収
め

た
貴
重
な
三
部
の
御
集
が
存
在
す
る
｡
そ
の

1
つ
は

r奈
良
御
集
｣

と
外
E
SIさ
れ
た
奈
良

･
光
孝

･
宇
多
'
三
代
の
天
皇
の
御
製
を
集
め

た
も
の
で
あ
り
'

1
つ
は

｢草
子
院
御
集
｣
と
の
外
題
を
持
つ
宇
多

天
皇
単
独
の
御
集
で
あ
る
｡
そ
し
て
最
後
の

一
つ
は

｢代
々
御
集
｣

と
外
題
さ
れ
奈
良

･
光
孝

･
宇
多

･
醍
醐

･
朱
雀

･
村
上

･
冷
泉

･

円
融
八
代
の
御
製
を
集
成
'
合
綴
し
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
三
部

は
､
い
ず
れ
も
霊
元
天
皇
畠
筆
の
外
題
を
持
ち
､
近
世
初
期
の
書
写

本
で
あ
る
｡

三
部
全
て
に
共
通
し
て
存
在
す
る
宇
多
天
皇
の
御
集
を
比
較
し
て

み
る
と
'
書
体
'
歌
数
'
集
付
け
の
有
無
な
ど
'
そ
れ
ぞ
れ
小
異
が

見
ら
れ
る
が
歌
序
や
語
句
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
'
橋
本
不
美
男
氏
は

同
系
統
本
と
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
､

『
代
々
御
集
』
に
つ
い
て
橋
本

氏
は
'
奈
良
御
集
本
､
亭
子
院
御
集
本
そ
れ
ぞ
れ
の
特
有
歌
を
持
ち
'

小
林

美
陽

｢不
審
｣
等
の
注
記
が
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
､
二
つ
の

｢御
集
を
あ
わ
せ
た
校
訂
本
｣
で
あ
り

｢あ
る
時
点
に
お
け
る
研
究

本
文
で
あ
ろ
う
｣
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡

本
稿
に
お
い
て
は
'

『
代
々
御
集
』
に
所
収
さ
れ
て
い
る

『
延
菩

御
集
』
を
取
り
上
げ
'
そ
の
構
成
'
性
質
'
編
纂
時
期
に
つ
い
て
他

の
天
皇
の
御
集
と
の
比
較
を
交
え
な
が
ら
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と

に
す
る
｡

二

『
延
書
御
集
』
に
つ
い
て

(
〓

『
延

喜
御
集
b
の
構
成

『
代
々
御
集
』

(宮
内
庁
書
陵
部
蔵
)
に
所
収
さ
れ
て
い
る

『
延

菩
御
集
』
は
'
醍
醐
天
皇
の
御
集
と
し
て
現
存
す
る
唯

一
の
孤
本
で

あ
る
｡
内
容
は
和
歌
三
六
首
､
連
歌
二
句
で
贈
答
歌
が
多
く
'
過
半

数
の
歌
が
他
人
詠
と
な
っ
て
お
り
､
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①
醍
醐
天
皇
と
後
宮
の
女
性
お
よ
び
近
臣
達
の
贈
答

(1
番
歌
～
24
番
歌
)

②
前
坊
保
明

親

王
の
周
辺
の
糟
答

(25
-
2
)

③
醍
醐
天
皇
譲
位
の
後
'
朱
雀
院
関
連

の
歌
(30
-
3
)

※
歌
番
号
は

r私
家
集

大
成

中
古
I
J
に
従
う

の
よ
う
に
'
三
つ
の
歌
群
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡
③

の
歌
群
に
は
朱
雀
院
の
御
製
が
数
首
見
ら
れ
'
三
四
'
三
六
は
そ
れ

ぞ
れ
朱
雀
院
御
集
14
'
11
番
歌
と
重
複
し
て
い
る
｡
こ
れ
に
つ
い
て

は
久
曽
神
昇
氏
が

(前
略
)
御
譲
位
の
時
の
御
製
の
次
に
あ
る
軟
首
は
寧
ろ
朱
雀

天
皇
御
集
に

収
め
ら
る
べ
き
性
質
の
も
の
と
思
は
れ
る
が
'
朱

雀
天
皇
の
御
事
を
'

｢
此
御
門
は
女
の
御
た
め
に
な
さ
け
な
く

南
お
は
し
け
る
｣
と
述
べ
て
あ
る
あ
た
り
は
'
や
は
り
巻
頭
に

封
磨
す
る
詞
と
思
は
れ
'
殊
に
そ
の
中
途
に
も
醍
醐
天
皇
御
製

も
あ
る
の
で
'
こ
の
部
分
も
元
来
醍
醐
天
皇
御
集
の
二
部
で
あ

っ
た
の
で
あ
ら
う
｡

(
『八
代
列
聖
御
集
』
解
題
)

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
に
従
い
た
い
｡
す
な
わ
ち
'
32
以
降
の
朱
雀

院
の
御
製
や
そ
の
関
連
の
歌
は
'
朱
雀
院
御
集
か
ら
混
入
し
て
き
た

も
の
で
は
な
く
'

『
延
喜
御
集
』
の
編
纂
者
が
集
の
一
部
と
し
て
詞

番
を
つ
け
て
収
め
た
歌
な
の
で
あ
る
.

(
二
)
r
延
音
御
集
Jl
所
収
の
和
歌

r
延
音
御
免
L
に
所
収
さ
れ
て
い
る
歌
の
作
者
を
全
て
あ
げ
る
と

次
の
通
り
で
あ
る
｡

○
醍
醐
宮
廷

おとど 醍醐天皇伊～中 よしあ みやす 中将タ!衣 承香殿女 義右 大官棉 り ど 大 隠

と普｣しめす人 しら 御 臣女料 王

31 8 23 2 10 21 4 6 1

逮敬 (12)13 30 28 3579ll151722242535
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○
朱
雀
宮
廷

以
上
の
よ
う
に
t

r
延
喜
御
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
三
六
首

二

句
中
'
醍
醐
天
皇

の
御
製
は

1
二
首
を
数
え
る
の
み
'
そ
の
他
二
四

首
二
句
の
歌
が
天
皇
以
外
の
人
物
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
あ

る
｡三

醍
醐
天
皇
と
そ
の
周
辺
の
人
物

(
こ

堤
醐

天
皇
の
生
涯

第
六
十
代
醍
醐
天
皇
は
仁
和
元
年

(八
八
五
)
正
月
十
八
日
､
宇

多
天
皇
の
第

一
皇
子
と
し
て
誕
生
す
る
｡
母
は
'
当
時
更
衣
で
あ

っ

た
内
大
臣
藤
原
高
藤
の
娘
'
贈
皇
太
后
胤
子
｡
辞
は
維
城
t
の
ち
に

敦
仁
と
改
名
す
る
｡
寛
平
元
年

(
八
八
九
)
十
二
月
二
十
八
日
親
王

宣
下
あ
り
'
同
五
年
四
月
二
日
立
太
子
｡
同
八
年
六
月
'
母
胤
子
が

卒
す
｡
同
九
年
七
月
三
日
'
十
三
歳
で
消
涼
殿
に
て
元
服
｡
同
日
宇

多
天
皇
の
譲
位
で
践
詐
'
同
十
三
日
大
極
殿
に
お
い
て
即
位
す
る
｡

宇
多
上
皇
よ
り
譲
位
の
際
に
与
え
ら
れ
た

『
寛
平
遺
戒
』
に
従
い
左

大
将
時
平
'
大
納
言
道
真
を
併
用
し
'
時
平
は
左
大
臣
t.
道
真
は
右

大
臣
に
進
ん
だ
｡
ま
た
'
上
皇
自
ら
も
国
政
に
つ
い
て
の
指
示
を
し

ば
し
ば
与
え
'
少
年
天
皇
を
強
く
後
見
し
た
の
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
'

『神
皇
正
統
記
』
等
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
左
大
臣
時
平
の
謹
言
に
よ
っ

て
､
延
喜
元
年

(九
〇

こ

右
大
臣
道
真
は
大
牢
権
帥
に
左
遷
さ
れ
'

そ
の
後
は
時
平

一
人
が
天
皇
を
補
佐
し
政
権
を
握

っ
た
｡
延
喜
九
年

に
時
平
が
没
し
た
の
ち
は
弟
忠
平
が
政
権
を
継
承
し
て
左
大
臣
に
進

み
'
醍
醐
天
皇
の
女
御
と
な
っ
て
い
た
妹
穏
子
も
こ
れ
に
協
力
し
た
｡

な
お
､
延
菩
三
年
に
誕
生
し
た
保
明
親
王

(母
皇
后
穏
子
)
を
同

四
年

(九
〇
四
)
皇
太
子
に
立
て
る
が
'
延
喜
二
十
三
年
三
月
二
十

一
日
'
二
十
一
歳
で
完
御
す
る

(
誼
文
彦
太
子
)
｡

『
日
本
紀
略
』

に
は
東
宮
の
死
を
菅
公
の
怨
霊
に
よ
る
も
の
と
す
る
記
述
が
見
え
る
｡

そ
の
後
保
明
親
王
の
王
子
慶
頼
王
を
皇
太
子
と
し
た
が
'
こ
れ
も
延

長
三
年
六
月
に
美
御
し
て
し
ま
っ
た
た
め
'
延
長
元
年
七
月
に
誕
生

し
て
い
た
寛
明
親
王

(朱
雀
天
皇
'
母
皇
后
穏
子
)
を
同
三
年
十
月
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皇
太
子
に
立
て
た
｡
そ
の
後
天
皇
は
延
長
八
年

(九
三
〇
)
柄
床
に

臥
し
'
九
月
二
十
二
日
大
漸
に
及
ん
で
位
を
朱
雀
天
皇

に
誤
っ
た
｡

二
十
九
日
に
落
飾
し
て
金
剛
宝
と
称
L
t
同
日
四
十
六
歳
で
崩
御
し

た
｡
陵
は
'
京
都
府
宇
治
郡
醍
醐
村
大
字
醍
醐
に
あ
り
'
後
山
科
陵

と
呼
ば
れ
る
｡
泣
詔
に
よ
り
註
せ
ず
'
醍
醐
天
皇

･
小
野
帝
な
ど
と

称
す
る
｡

(

二)

琶
醐
天
皇
の
後
宮

醍
醐
後
宮
は
二
十
人
を
超
え
る
女
御

･
更
衣
で
構
成
さ
れ
､
そ
の

御
子
は

『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
に
よ
れ
ば
三
十
六
人
に
及
ん
だ
と
い

う
｡
後
宮
の
主
な
女
性
に
は
皇
后
藤
原
穏
子
､
女
御
藤
原
能
子
､
更

衣
源
周
子
'
中
将
更
衣
ら
が
い
る
｡

五
条
后
と
称
さ
れ
た
藤
原
穏
子
は
仁
和
元
年
'
太
政
大
臣
藤
原
基

経
と
そ
の
室
仁
明
天
皇
皇
子
弾
正
夢
人
康
親
王
娘
と
の
間
に
生
ま
れ
､

同
母
兄
に
時
平

･
仲
平

･
忠
平
'
異
母
姉
に
醍
醐
天
皇
の
養
母
､
皇

太
夫
人
温
子
ら
が
あ
っ
た
｡
醍
醐
天
皇
の
即
位
と
と
も
に
､
基
経
の

遺
志
に
従
い
入
内
を
希
望
し
た
が
'
宇
多
天
皇
母
后
班
子
女
王
の
命

に
よ
っ
て
そ
れ
を
阻
ま
れ
る
｡
し
か
し
､
基
経
の
跡
を
継
い
だ
兄
時

平
が
謀
を
め
ぐ
ら
し
'
つ
い
に
穏
子
の
入
内
を
強
行
し
て
延
菩
元
年

に
女
御
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
｡
入
内
の
陣
容
と
な
っ
た
班
子
女
王

が
崩
御
し
た
後
は
'
異
母
姉
温
子
の
擁
護
を
受
け
'
穏
子
は
皇
太
子

保
明
視
王
を
生
む
が
親
王
は
二
十

一
歳
で
諾
御
｡
延
長
元
年
四
月
皇

后
と
な
り
､
同
年
七
月
究
明
親
王

(朱
雀
天
畠
)
を
兄
右
大
臣
忠
平

の
五
条
窮
に
お
い
て
出
産
す
る
｡
次
い
で
延
長
四
年
六
月
成
明
親
王

(村
上
天
虫
)
を
生
み
国
母
と
し
て
の
地
位
を
確
立
L
t
時
平

･
忠

平
ら
の
妹
'
実
頼

･
師
輔
ら
の
叔
母
と
し
て
藤
原
氏

の
勢
力
の
拡
大

に
協
力
し
た
.
朱
雀
天
皇
が
即
位
し
た
承
平
元
年
に
皇
太
后

へ
進
ん

だ
粒
子
は
'
宮
廷
全
体
に
対
し
て
強
い
影
響
力
を
持

っ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
｡
そ
れ
は

『
大
鏡
』
第
六
巻
に
､
朱
雀
天
皇
が
穏
子
の
も
と

に
行
幸
し
た
際
'
穏
子
が
申
し
上
げ
た

｢
い
ま
は
東
宮
ぞ
か
く
て
み

き
こ
え
ま
は
し
き
｣
と
の
言
桑
に
よ
っ
て
天
皇
が
訴
位
を
行
っ
た
と

す
る
記
述
に
も
明
ら
か
で
あ
る
｡
天
暦
八
年
正
月
昭
陽
合
に
お
い
て

七
十
歳
で
崩
御
し
た
.

藤
原
能
子
の
父
藤
原
定
方
は
高
藤
の
子
で
あ
り
醍
醐
天
皇
の
母
胤

子
と
は
同
腹
の
兄
妹
'
三
条
右
大
臣
と
称
さ
れ
た
｡
初
め
更
衣
と
し

て
入
内
し
た
能
子
は
延
音
十
三
年
女
御
と
な
り
､
の
ち
に
三
条
右
大

臣
女
御
と
呼
ば
れ
た
｡
醍
醐
天
皇
が
崩
じ
た
後
は
故
実
親
王

(醍
醐

天
皇
の
同
母
弟
)
に
嫁
L
t
さ
ら
に
そ
の
後
､
藤
原
突
頬
の
宝
と
な
っ

た
｡

【大
和
物
語
』
に
は
'
そ
れ
ら
の
折
の
能
子
の
歌
が
見
ら
れ
る
｡

源
周
子
は
源
唱
の
娘
｡
近
江
更
衣
と
呼
ば
れ
.

『
後
撰
集
』
な
ど

に
そ
の
歌
が
見
ら
れ
る
｡
更
衣
で
は
あ

っ
た
が
源
高
明
'
兵
部
卿
時

明
親
王
'
盛
明
親
王
'
勤
子
内
親
王
､
都
子
内
親
王
､
欝
宮
雅
子
内

親
王
'
源
兼
子
な
ど
'
多
く
の
御
子
を
生
ん
で
お
り
醍
醐
天
皇
の
寵
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愛
が
深
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡

中
将
更
衣
の
父
参
議
藤
原
伊
衡
は
醍
醐
天
皇
の
近
臣
で
あ
り
'
寛

明
親
王

(朱
雀
天
皇
)
立
坊
後
は
東
宮
亮
を
務
め
た
｡

『
大
鏡
』
な

ど
に
は
成
明
親
王
の
誕
生
を
祝
う
'
天
皇
と
の
贈
答
歌
が
見
ら
れ
る
｡

源
為
明
を
生
ん
だ
中
将
更
衣
の
歌
は

『
後
撰
集
』
以
下
の
勅
撰
集
に

入
集
し
て
い
る
｡

そ
の
他
に
も
後
宮
に
は
承
香
殿
女
御

(光
孝
天
皇
皇
女
源
和
子
)
'

堤
中
納
言
の
御
息
所

(藤
原
兼
輔
娘
桑
子
)
ら
が
い
た
｡

四

先
行
研
究

(
〓

橋
本

不
美
男
氏
の
御
研
究

橋
本
不
芙
男
氏
は

F
桂
宮
本
叢
書
』
第
二
十
巻
解
題

(養
徳
社

･

昭
3
)
'

『
私
家
典
大
成
』
中
古
-
解
題

(明
治
書
院

･
昭
48
)
に

お
い
て

『
延
事
御
典
1
の
組
紙
に

つ
い
て

｢
こ
の
集
は
醍
醐
天
皇
関

係
の
贈
答
を
ほ
ぼ
年
代
順
に
ま
と
め
た
も
の
｣
と
さ
れ
て
い
る
｡
集

全
体
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡

本
集
の
成
立
は
相
当
古
い
頃
と
推
定
さ
れ
る
｡
恐
ら
く
'
天
皇

周
辺
の
贈
答
歌
を
中
心
と
し
て
編
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡

ま
た
'
本
集

の
現
状
､
ま
た
古
筆
切
の
存
在
か
ら
し
て
'
伝
存

途
中
に
､
あ
る
程
度
の
欠
落
が
生
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

ま
た
'
消
輔
本
古
今
集
の
頭
注
､
袋
草
紙
に
引
用
さ
れ
た
延
菩
御

歌
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ

(後
述
の
久
曽
神
氏
の
研
究
に
詳
し
い
)
'

さ
ら
に

御
物
御
手
鑑
の
な
か
に
も

｢延
菩
御
歌
｣
と
し
て
'
伝
顕
昭
筆

古
筆
切
t

L
く
れ
つ
1
か
れ
ゆ
く
の
へ
の
は
な
1
れ
は

し
も
の
ま
か
き
に
ゝ
ほ
ふ
い
ろ
か
な

延
事
十
四
年
尚
侍
藤
原
満
子
に
菊
宴
た
ま
は
せ
る
時

の

一
葉
が
採
録
さ
れ
'
こ
の
歌
は
花
鳥
余
情
巻

二
七

(
寄
生
)

に

｢延
喜
御
集
｣
と
し
て
引
用
さ
れ
た
も
の
と
同
歌
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る

と
さ
れ
て
い
る
｡

(
二
)
久
曽
神
昇
氏
の
御
研
究

久
曽
神
昇
氏
編
著

『
八
代
列
聖
御
集
』

(文
明
社

･
昭
15
)
の
解

題
に
お
い
て

『
延
喜
御
集
』
の
成
立
時
期
に
つ
い
て

(前
略
)
古
今
集
巻
十

一

｢預
し
ら
ず

読
人
し
ら
ず
｣
の
中

に
あ
る

｢お
も
ふ
に
は
し
の
ぶ
る
こ
と
ぞ
-
-
｣
の
歌
に
雅
経
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寂
蹟
本
に
は

r在
醍
醐
御
典
｣
と
あ
り
､
又
油
輔
本
頭
注
に
'

此
歌
在
醍
醐
御
集
'
詞
云
t
だ
い
ご
の
み
か
と
ま
だ
く
ら
ゐ

に
お
は
し
ま
し
け
る
時
､
御
め
の
と
ご
の
せ
じ
の
き
み
に
い

ろ
ゆ
る
さ
せ
給
と
て

と
あ
る
が
'
御
集
を
見
る
と
､

醍
醐
の
み
か
ど
ま
だ
く
ら
ゐ
に
お
は
し
ま
し
け
る
時
､

御
め
の
と
の
宣
旨
君
に
色
ゆ
る
さ
せ
た
ま
ふ
と
て

恩
ふ
に
は
し
の
ぶ
る
こ
と
ぞ
ま
け
に
け
る

色
に
は
い
で
じ
と
お
も
ひ
し
物
を

と
あ
り
'
両
者
の
合
致
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
.
消
輔
本
の
頭

注
は
俊
成
筆
御
家
切
古
今
集
と
全
く
合
致
す
る
の
で
あ
り
､
そ

の
頭
注
は
清
絹
本

の
祖
本
に
既
に
存
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考

へ
ら
れ
る
が
､
こ
の
あ
た
り
御
家
切
が
な
く
確
か
め
ら
れ
な
い
｡

奥
書
に
よ

っ
て
晴
輔
が
書
加
へ
た
も
の
も
相
普
あ
ら
う
と
思
は

れ
､
偶
に
こ
の
吾
人
が
そ
の
時
の
も
の
と
し
て
も
晴
輔
時
代
ま

で
遡
り
得
る
わ
け
で
あ
る
｡
此
の
如
く
し
て
平
安
時
代
後
期
に

存
在
し
た
御
集
と
現
存
御
集
と
近
い
関
係
に
あ
る
こ
と
が
知
ら

れ
る
の
で
あ
る
｡

と
､
貴
重
な
指
摘
を
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
他
に
久
曽
神
氏
が
御
集
と

『
大
鏡
』
の
関
連
に

つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
含
め
て
'

『
延
菩
御
集
』
が
少
な
く
と
も
清
輔
の
時
代
に
は
存
在
し
て
い
た
確

率
は
高
い
と
思
わ
れ
る
｡

ま
た
､
前
掲
市
に
て
氏
は

『
延
事
御
集
J
の
歌
の
脱
落
の
可
能
性

が
注
目
さ
れ
､
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡

(前
略
)
現
存
本
は
原
本
の
全
部
で
は
あ
る
ま
い
と
思
ふ
｡
脱

落
の
存
す
る
ら
し
い
こ
と
は
'
勅
撰
集
所
載
の
三
十
六
首
の
な

い
こ
と
か
ら
も
考
へ
ら
れ
る

(
中
略
)
現
存
本
に
は
可
な
り
の

脱
落
が
あ
る
の
で
あ
り
､
完
本
と
は
言

へ
な
い
の
で
あ
る
が
'

緒
集
か
ら
御
製
を
仏
銀
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
｡

久
田
神
氏
は
'
醍
醐
天
皇
の
御
製
を
網
羅
し
た
完
本
の
存
在
を
示
唆

さ
れ
て
い
る
が
､

r
延
菩
御
集
)
の
現
存
本
は
'
作
者

･
年
代
順
に

歌
が
配
列
さ
れ
'
詞
雷
お
よ
び
左
往
的
文
章
も
連
続
し
て
い
て
大
き

な
脱
落
が
あ

っ
た
と
は
考
え
に
く
い
｡
確
か
に
'
御
集
の

一
一
番
歌

と

1
二
番
歌
の
間
に
は
詞
書
に
対
応
す
る
歌
が
欠
け
､
二
行
程
度

の

余
白
が
生
じ
て
い
る
｡
本
来
こ
こ
に
ど
れ
だ
け
の
歌
や
詞
苔
が
存
在

し
て
い
た
の
か
知
り
得
る
手
立
て
は
な
い
が
'
私
に
は
大
最
の
脱
落

が
発
生
し
た
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
｡
残
さ
れ
た
詞
否
に
御
息
所

(中
将
更
衣
と
思
わ
れ
る
)
が
長
谷
寺
参
り
に
出
か
け
た
と
の
記
述

が
見
え
'

二

一番
歌
に
長
谷
に
程
近
い

｢
み
わ
の
や
ま
｣
と
い
う
詞

が
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
､
こ
こ
に
は

1
二
に
対
応
す
る
贈
歌
が

脱
落
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
が
､
詳
細
は
不
明
で
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あ
る
｡
い
ず
れ
に
し
ろ
私
は
､
現
存
本

『
延
喜
御
集
』
の
性
質
か
ら
'

脱
落
は

二

二
首
程
度
で
あ
っ
た
と
考
え
る
｡
そ
れ
に
つ
い
て
は
､

御
免
に
所
載
さ
れ
て
い
な
い
御
製
に
つ
い
て
の
考
察
と
と
も
に
､
次

章
に
お
い
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
.

五

勅
撰
集
に
お
け
る
醍
醐
天
皇

の
御
製

勅
撰
集
に
お
い
て
見
う
け
ら
れ
る
醍
醐
天
皇
の
御
製
は
四
二
首
程

で
あ
る
｡
そ
の
う
ち
'

『
延
菩
御
集
』
に
見
ら
れ
る
七
首
を
除
く
'

三
五
百
も
の
御
魁
が
勅
撰
集
に
存
在
し
て
い
な
が
ら

『御
集
』
に
所

収
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡
同
様
に
'

『代
々
御
集
』
に
御
集
が

合
綴
さ
れ
て
い
る
他
の
天
皇
に
つ
い
て
も
'
勅
撰
集
に
お
い
て
御
集

に
見
ら
れ
な
い
御
iE
を
全
て
挙
げ
る
と
'
光
孝
天
皇
が

1
首
'
宇
多

天
皇
が
四
百
､
村
上
天
皇
が
九
首
'
円
融
院
が
三
首
で
あ
り
'
朱
雀

院
､
冷
泉
院
に
つ
い
て
は
全
く
見
あ
た
ら
な
い
｡

(
｢な
ら
の
み
か

ど
｣
に
つ
い
て
は
､
ど
の
天
皇
で
あ
る
の
か
判
然
と
し
な
い
た
め
調

査
外
と
し
た
)
｡
以
上
の
結
果
か
ら
'
醍
醐
天
皇
の
御
製
が
群
を
抜

い
て
多
い
こ
と
が
分
か
る
｡
そ
の
三
五
首
の
御
製
を
'
贈
答
の
相
手

や
詠
歌
時
の
状
況
に
よ
っ
て
分
類
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
｡

不明 その 歌一 父帝 中宮 更衣 詠

他 ロ物A口婁 との 女 との

肘答 御との鰭答 贈答 歌の班況

こ
の
よ
う
に
'
更
衣
と
の
贈
答
'
及
び
歌
合
や
宴
な
ど
で
詠
ま
れ
た

歌

が
多
く
を
占
め
て
い
る
｡

一
方
'

『
延
喜
御
集
』
を
見
る
と
'
更

衣
と
の
贈
答
は
中
将
の
更
衣
の
数
首
が
存
在
す
る
の
み
'
歌
合
な
ど

で
の
御
製
は
全
く
見
あ
た
ら
な
い
｡
中
将
の
更
衣
は
醍
醐
天
皇
の
近

臣
で
あ
り
御
集
に
も
登
場
す
る
､
藤
原
伊
衝
の
娘
で
あ
る
か
ら
特
別

な
例
と
考
え
る
と
'
次
の
二
点
が
看
取
で
き
る
｡
ま
ず

一
点
は
､
御

集
に
集
め
ら
れ
て
い
る
歌
の
大
部
分
が
醍
醐
天
皇
と
女
御
以
上
の
身

分
の
ご
く
身
近
な
女
性
や
近
臣
'
乳
母
'
歳
人
た
ち
の
贈
答
と
い
う

こ
と
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
そ
れ
ら
は
歌
合
や
宴
の
よ
う
に
大
勢
の
人
々

が
集
ま
る
場
で
詠
ま
れ
た
歌
で
は
な
く
'
天
皇
の
身
辺
で
個
人
的
に

詠
み
か
わ
さ
れ
た
歌
ば
か
り
な
の
で
あ
る
｡

も
う
一
つ
は
'
多
く
の
御
製
が
存
在
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
'

『
延
喜
御
集
』
に
所
収
さ
れ
て
い
る
歌
の
過
半
数
が
他
人
詠
で
あ
る
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こ
と
か
ら
'
こ
の
御
集
は
醍
醐
天
皇
の
御
製
を
網
羅
し
､
記
録
す
る

こ
と
だ
け
を
目
的
と
し
て
縮
貰
さ
れ
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
｡
特
に
こ
の
点
は
､

F
代
々
御
集
J
に
存
在
す
る
他
の
天
皇
の

御
集
と
比
較
し
て
み
る
と
t

F
延
菩
御
集
Jl
だ
け
が
も
つ
特
徴
で
あ

る
こ
と
が
よ
く
分
か
る
｡
他
の
御
集
で
は
'
天
皇
と
の
贈
答
に
お
け

る
他
人
詠
の
歌
は
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
'
天
皇
以
外
の
人
同
士
の

贈
答
歌
は
全
く
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
｡

こ
う
し
た
結
果
か
ら
'
私
は
､

『
延
菩
御
免
』
が

r代
々
御
鵜
し

の
他
の
集
と
は

一
線
を
画
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
に
至
っ
た
｡

之
を
踏
ま
え
て
次
の
段
階
で
は
'

『
延
喜
御
集
』
の
性
格
に
つ
い
て

集
の
内
容
か
ら
考
え
て
み
よ
う
｡

六

『
延
喜
御
集
』
の
性
格

〓

)
序
文
的
な
要
素
を
持
つ
冒
頭
部
分

r
延
菩
御
集
』
の
冒
頭
に
は

御
門
に
お
は
し
ま
し
け
る
な
か
に
'
た
い
こ
と
き
こ
え
さ
せ
給

け
る
そ
､

な
ま
め
か
し
き
御
門
に
お
は
し
ま
し
け
れ
は
'
よ
き

む
す
め
も
ち
た
ま
へ
る
人
は
､
思
き
し
ろ
ひ
､
み
や
す
と
こ
ろ

あ
ま
た
な
り
た
ま
ひ
に
け
る
中
に
'
と
き
に
も
の
し
給
け
る
､

御
い
と
ま
を
た
1
一
二
日
と
き
こ
え
て
ま
か
て
給
に
け
る
t
は

と
へ
け
れ
は
'
御
文
に

と
の
､
ま
る
で
物
語
の
序
文
の
よ
う
な
詞
苛
が
あ
る
｡
醗
醐
天
皇
に

関
す
る
人
物
叙
述
か
ら
始
ま
る
こ
の
1
文
は
'
ま
ず

｢御
門
に
お
は

し
ま
し
け
る
｣
と
御
苑
の
主
の
身
分
を
明
ら
か
に
L
t
次
に
そ
の
名

前
を
挙
げ
'
続
い
て

rな
ま
め
か
し
き
御
門
｣
で
あ
る
と
醍
醐
天
皇

と
後
宮
の
様
子
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
｡
こ
の
詞
串
を

r代
々

御
免
)
中
の
他
軽
の
冒
頭
の
詞
苔

(表
1
)
と
比
較
す
る
と
'
非
常

に
異
な
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
な
る
｡

表
-
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l- ■■一 一･一

円 袷 料
敬 泉 上
防 院 御
御 御 隻
集 集 tゝ■
b■ tゝ■■■

け 中 り ま ま 天
る 持 給 た せ 歴
'に ヘ 春 さ 元

か ' る 宵 せ 年
き 歌 又 と 給 七
て え の 申 け 月
ま り 目 し る 七
い て '時 次 日
ら ま 御 ' に '
せ い 文 大 う
け ら に 官 ヘ
去 ミ の の姫 を

萱 曇 君 の

と ｣

申 と
し ち
に に

ま 歌

r
朱
雀
院
御
集
』

『
村
上
御
集
』
は
歌
が
詠
ま
れ
た
時
に
つ
い
て

の
叙
述
で
始
ま
り
'

『
仁
和
御
集
』

『
冷
泉
院
御
集
』
も
歌
を
詠
ん

だ
当
時
の
天
皇
の
身
分
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
で
歌
の
時
代
を
示
し

て
い
る
｡

【
亭
子
院
御
集
』

『
円
融
院
御
集
』
も
同
様
に
歌
が
詠
ま

れ
た
時
と
状
況
に
関
す
る
叙
述
し
か
残
さ
れ
て
お
ら
ず
'

『
延
菩
御

免
』
以
外
の
御
集
は
い
ず
れ
も
天
皇
本
人
に
つ
い
て
は
何
も
触
れ
て

い
な
い
｡
つ
ま
り
'

『
代
々
御
集
』
所
収
の
他
集
に
は
'

『
延
喜
御

集
Jl
の
冒
頭
文
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
'
こ
の
御
集
が
ど
の
よ
う
な
天

皇
の
も
の
で
あ
る
の
か
を
読
み
手
に
対
し
て
知
ら
せ
よ
う
と
す
る
意

識
が
全
く
感
じ
ら
れ
な
い
｡
誰
の
歌
を
集
め
て
い
る
の
か
'
何
の
断

わ
り
も
な
く
唐
突
に
始
ま
る
他
の
御
集
に
く
ら
べ
て
'

『延
喜
御
集
』

の
詞
苔
が
極
め
て
異
な
る
ス
タ
ン
ス
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
の
で
あ
る
｡

(
二
)
歌
物
語
に
近
い
詞
書

･
左
注

6
-
8
番
歌
の
詞
書
お
よ
び
左
往
的
文
章
は
連
続
し
て
い
て
'
そ

の
様
子
は
歌
を
間
に
織
り
込
ん
だ
歌
物
語
を
見
る
よ
う
で
あ
る
｡

東
宮
の
女
御
は
む
ま
れ
給
て
の
ち
'
う
ち
は
へ
物
の
け
に
か

く
わ
つ
ら
ひ
給
て
'
え
ま
い
り
た
ま
は
さ
り
け
れ
は
'
つ
ね

に
こ
ひ
し
う
お
は
し
み
て
し
く
さ
れ
て
'
御
身
に
そ
ひ
た
る

人
を
め
し
て
と
は
せ
給
に
'
い
と
か
な
し
け
に
思
て

君
と
た
に
か
け
て
も
い
へ
は
お
き
つ
な
み

う
ち
い
つ
る
こ
と
に
袖
そ
ぬ
れ
け
る

(6
)

と
'
き
こ
え
さ
せ
け
る
を
'
い
と
あ
は
れ
と
お
は
し
て
､
け

ふ
は
か
り

は
な
ま
か
て
そ
と
'
お
は
せ
ら
れ
け
れ
は
'
あ

け
ぬ
と
て
'
い
そ
き
ま
か
て
け
れ
は
'
つ
と
め
て
御
ふ
み
つ

か
わ
し
け
る
､
次
に
'

ま
た
し
と
て
た
の
め
し
物
を
あ
け
く
れ
に

ま
と
は
て
い
て
し
人
ほ
う
か
り
き

(7
)

御
返
し
を
ぐ
し
て
え
や
つ
か
う
ま
つ
ら
さ
り
け
む
'
か
く
て

か
の
女
御
'

三
年
を

へ
て
お
こ
た
り
給
て
後
に
'
朱
雀
､

村
上
な
と
は
む
ま
れ
給

へ
る
な
り
け
り
'
そ
の
御
も
ー
か
の

も
ゐ
を
殿
上
人
に
い
た
さ
せ
給

へ
り
け
れ
は
'
さ
け
の
み
な

と
し
け
る
に
伊
衝
の
中
将
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ひ
と
と
せ
に
こ
よ
ひ
か
そ
ふ
る
け
ふ
よ
り
は

も
ゝ
と
せ
ま
て
の
月
か
け
と
み
む

(8
)

殊
に
､
物
の
怪
に
悩
ま
さ
れ
て
参
内
で
き
な
い
皇
后
穏
子
や
彼
女
を

慕
う
醍
醐
天
皇
の
描
写
は
非
常
に
豊
か
で
あ
る
が
'
歌
が
詠
ま
れ
た

時
期
や
背
景
に
つ
い
て
は
暖
味
で
創
作
さ
れ
た
雰
囲
気
が
強
い
.

(
≡
)
醍
醐
天
皇
以
外
の
人
物
が
主
人
公
と
な
る
場
面

御
乳
母
の
命
婦
の
む
す
め
'
た
い
ふ
の
君
と
て
さ
ふ
ら
ひ
け

る
'
み
う
あ
り
け
る
人
な
り
け
れ
は
'
つ
ね
に
歌
よ
み
か
は

さ
せ
給
け
れ
は
t
か
な
し
き
こ
と
を
お
も
ふ
に
'
う
た
の
事

も
わ
す
れ
て
あ
る
に
'
御
は
て
五
月
に
ま
か
つ
と
て
'
大
輔

君

い
ま
は

と
て
み
や
ま
を
い
つ
る
ほ
と
ゝ
き
す

い
か
な
る
や
と
に
な
か
む
と
す
ら
む

(26
)

大
富
の
春
秋
は
い
つ
れ
ま
さ
れ
り
と
お
は
せ
ら
れ
け
れ
は
'

た
い
ふ
秋
そ
い
と
あ
は
れ
侍
と
き
こ
え
さ
せ
け
れ
は
､
さ
く

ら
の
め
て
た
か
り
け
る
を
､
は
る
は
猶
わ
ろ
く
や
と
て
た
ま

は
せ
た
り
け
れ
は

ひ
と
し
れ
す
秋
に
こ
ゝ
ろ
は
よ
せ
し
か
と

花
み
る
と
き
は
い
つ
れ
と
も
な
し

(27
)

tDcq
'
27
の
場
両
に
は
醍
醐
天
虫
は
登
場
せ
ず
大
輔
君
が
中
心
と
な
っ

て
描
か
れ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
醍
醐
天
皇
の
御
張
で
あ
り
な
が

ら
天
皇
以
外
の
人
々
が
主
人
公
に
な
っ
て
し
ま
う
場
面
が
'

『
延
音

御
集
J
に
は
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
｡
し
か
し
､
他
の
天
皇
の
御
集
に

お
い
て
'
こ
う
し
た
構
成
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
｡
他
の

御
集
は
そ
れ
ぞ
れ
の
天
皇
の
御
製
を
集
め
る
こ
と
を
目
的
と
L
t
他

の
歌
や
人
物
を
登
場
さ
せ
る
に
も
天
皇
を
介
し
て
行
う
こ
と
を
旨
と

し
て
い
る
｡
け
れ
ど
も

【
延
喜
御
集
』
に
は
､
そ
う
し
た
意
識
が
非

常
に
希
薄
な
の
で
あ
る
｡

r
延
菩
御
集
1
に
と
っ
て
は
､
乳
母
や
蔵

人
ら
の
歌
も
心
に
残
る
も
の
な
ら
ば
'
重
要
な
構
成
要
素
と
な
る
の

で
あ
る
｡
そ
れ
で
い
て
､
御
集
の
中
心
と
な
る
の
は
や
は
り
醍
醐
天

皇
な
の
だ
.

r
延
首
御
集
』
に
は
'
醍
醐
天
皇
を
取
り
巻
く
人
々
す

べ
て
'
い
わ
ば
醍
醐
天
皇
の
宮
廷
そ
の
も
の
を
描
き
出
す
こ
と
に
よ
っ

て
天
皇
そ
の
人
を
造
型
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
根
底
に
あ
る
よ
う
に

思
う
｡

以
上
の
よ
う
に
､
全
体
を
見
る
と

『
延
害
御
集
』
は
'
醍
醐
天
皇

の
御
製
を
中
心
に
'
天
皇
の
周
辺
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
や
り
取
り
さ

れ
た
歌
を
取
り
混
ぜ
て
､
そ
れ
ら
の
歌
に
長
大
な
詞
香
が
付
さ
れ
て

物
語
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
し
か
し
'
歌
物
語
と

い
え
る
程
完
成
さ
れ
て
は
お
ら
ず
､
か
と
い
っ
て
他
の
御
集
の
よ
う

に
歌
の
羅
列
が
続
く
集
と
は
明
ら
か
に
違
う
｡
い
わ
ば
'
家
集
と
歌

物
給
と
の
中
間
に
位
置
し
て
'
両
者
の
橋
渡
し
的
な
性
格
を

F
延
喜
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御
集
』
は
備
え
て
い
る
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り

『
延
菩
御
集
』
は
歌
物

語
風
に
編
纂
さ
れ
た
歌
集
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
｡

七

『
大
鏡
』
と
の
関
連

久
田
神
氏
'
橘
健
二
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
'

『
大
鏡
』
に
は

『
延
H
:御
船
)
を
汽
料
と
し
た
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
存
在
す
る
｡
そ

の
部
分
を
抜
き
出
し
て
御
集
と
比
較
す
る
と
次
頁

(表
2
)
の
通
り

で
あ
る
｡

す
な
わ
ち

r
大
銃
)
節

一
巻
醍
醐
天
皇
の
条
に
は
'
皇
子

(村
上

天
皇
か
朱
雀
院
)
が
誕
生
し
た
折
に
'
醍
醐
天
皇
が
御
五
十
日
の
餅

を
殿
上
の
問
に
出
し
'
そ
の
場
に
伺
候
し
て
い
た
伊
衡
中
将
と
祝
い

の
歌
を
詠
み
か
わ
し
た
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
'
こ
れ

は
'

r延
帯
御
苑
)
の
八
'
九
の
詞
書
'
歌
と
ほ
ぼ

一
致
し
て
い
る
｡

久
田
神
氏
は

r大
銃
所
説
が
全
く
こ
の
御
集
に
よ
っ
て
ゐ
る
こ
と
が

明
か
で
あ
る
｣
と
説
か
れ
て
お
り
､

『
大
鏡
』
自
体
に

｢御
集
な
ど

み
た
ま
ふ
る
こ
そ
｣
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
'
氏
の
ご
指
摘
は
確
か
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
さ
ら
に
､
枯
性
二
氏
は

｢
『大
鏡
』
と

『御
集
』

と
の
関
係
｣

F秋
田
大
学
学
芸
学
部
研
究
紀
要
』
第
十
五
集

(昭
S
)

に
お
い
て
'
久
田
神
氏
の
説
に
従

っ
て
'

『
大
鏡
』
の

r村
上
か
朱

雀
院
か
の
｣
と
い
う
蟹
致
が

『
延
喜
御
集
』
に

r
朱
雀
'
村
上
な
と

は
む
ま
れ
給

へ
る
な
り
け
り
'
そ
の
御
も
ゝ
か
の
も
ゐ
｣
と
記
述
さ

れ
て
い
る
の
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
ま
た
t

q大
鏡
』
に

｢御
集
な
ど
み
た
ま
ふ
る
こ
そ
､
い
と
な
ま
め
か
し
う
､

か
く
や
う
の
か
た
き
へ
お
は
し
ま
し
け
る
｣
と
あ
る
箇
所
に
つ
い
て

は
'

『
延
菩
御
集
』
の
冒
頭
､

｢
た
い
こ
と
き
こ
え
さ
せ
給
け
る
そ

な
ま
め
か
し
き
御
門
に
お
は
し
ま
し
け
れ
は
｣
の
記
述
に
対
応
す
る

も
の
と
さ
れ
て
い
る
｡

次
の
'

『
大
鏡
』
第

一
巻
村
上
天
皇
の
条
は
皇
后
穏
子
に
つ
い
て

の
記
述
で
'
穏
子
が
産
ん
だ
東
宮
保
明
親
王
の
死
を
悼
む
大
輔
君
の

歌
が
二
首
見
受
け
ら
れ
る
｡
こ
の
条
の
内
容
'
お
よ
び

｢
い
ま
は
と

て
｣
の
大
輔
君
の
歌
は

『
延
菩
御
集
』
二
六
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
｡

ま
た
､
同
様
の
記
事
が

『
大
和
物
語
』
第
五
段
に
も
見
ら
れ
る
の
で

あ
る
が
'
そ
れ
に
は

先
坊
の
君
う
せ
た
ま
ひ
に
け
れ
ば
'
大
輔
か
ぎ
り
な
く
か
な
し

く
の
み
お
ば
ゆ
る
に
'
き
さ
い
の
宵
'
后
に
た
ち
給
日
に
な
り

に
け
れ
ば
'
ゆ
1
L
と
て
か
く
し
け
り
｡
さ
り
け
れ
ば
よ
み
て

い
だ
し
け
る
'

わ
び
ぬ
れ
は
い
ま
は
と
も
の
を
お
も
へ
ど
も

こ
ゝ
ろ
に
似
ぬ
は
な
み
だ
な
り
け
り

と
あ
り
'

｢
い
ま
は
と
て
｣
の
歌
が
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
｡
従
来

の

『大
鏡
』
研
究
で
は

｢
い
ま
は
と
て
｣
の
歌
は

『続
古
今
集
』
巻
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で と 事 と が ま み か り 十 大損

つ に は い り ( 慕 し た し 給 日 こ 第
た は て ひ て 隠 - け ま へ の の -

ふ ベ ゝ け 申 子 巻 る ふ 御 る 餅 御 巻

る り る L が 六 ○る か は ､時 六
ば け い 人 わ 女 い 一 十 こ い へ ひ と 殿 ぞ 十
か り ま ゞ び 房 づ き 二 そ は し と て 上 か 代
り ● は ま ぬ の る さ 代 ' ひ ' ゝ 'に し 醍
の げ と か れ '人 き 村 い つ 御 せ お い ､ 醐

_事 に て り ぱ か も に 上 と る か に ば だ 村 天
い ､ みい いく な た 天 な こ ど こ ゆ さ 上 皇
ひ い い や づ こ ま よ か ち 皇 ま .と の よ め せ か
を か づ ま る ゝ は み り 給 め の だ L も ひ る 給 朱

く に れ を 日 ろ と て け 日頼 子 宵に の大 内輔 にの ゆき ゝ か ち ま お ゝ か ●ヘ 雀細 'の和 し歌 まつ しか たう るは な む ま 御
ま こ 法 み し し ど ぞ つ 五

つ こ り さ り 三 班#御*

と と け 嗣 御 け け 年 御
て を る 乳 前 の り を 近
､お 人 母 み 'へ し

大 も な の 御 な そ て を
い 輔 ふ り 命 い 近 ひ と の お く
ま 雷 に け 婦 は と し 御 こ し
は ､れ の ひ と け も た て
と う は む つ せ る ゝ り え
て た ､す る に に か 給 や
み の つ め ｣ こ 伊 の て つ
や 不 ね ' と よ概 も 経 か

い ま も に た の た も ひ の ゐ は う
か を わ 歌 い ち ま ゝ か 巾 を ､ま
な い す よ ふ も な と そ 将 殿 失 つ

る つ れ み の貫 き 喜 誓 写な ゝ に せ さ つ ら せ ふ 上 従 ら喜 誓 書 Fl h .;宕ぬ ゝ の ふ い 上 け月 と 月 よ た な む

か き '給 ふむ す 卯 へ ら喜 芸 慧 琶 至 芸 f用 言 左 カニ蓋 蓋 筈 蓋 まけ 給 の
に な み れ ヘ 女
ま し う は る 御
か き あ 'な ､
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十
七
雑
歌
上
の

屈
し
ら
ず

延
菩
皇
后
苫
大
輔

今
は
と
て
み
山
を
出
づ
る
郭
公

い
か
な
る
宿
に
鳴
か
む
と
す
ら
む

を
採
り
あ
げ
て
い
る
｡
し
か
し
私
は
橘
健
二
氏
が

【
大
銃
』
に
は

｢か
の
御
乳
母
子
に
大
輔
の
き
み
｣
と
あ
り
t

r
延
菩
御
集
)
に
は
t

r御
乳
母
の
命
婦
の
む
す
め
た
い
ふ
の

君
｣
と
あ
る
の
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
大
輔
の
君
は
'

先
坊
文
彦
太
子

(保
明
親
王
)
の
乳
兄
弟
で
あ
る
こ
と
を
明
示

し
て
い
る
こ
と
両
否
全
く
同
じ
な
の
で
あ
る
｡

F
大
和
物
語
』

に
も
'
さ
ら
に
は

『
統
古
今
集
』
に
も
見
え
な
い
｡

大
輔
の
君
に
つ
い
て
は
､

(
中
略
)

『
大
鏡
』
の
裏
書
に
よ

れ
ば
'

大
輔
乳
母
事
文
彦
太
子
8
乳
母

或
扶

但
馬
守

源

弼
女

と
あ
り
､
諸
注
す

べ
て
前
坊
の
乳
母
と
し
て
い
る
｡
し
か
る
に
､

こ
の
村
上
天
皇
紀
に
見
え
る
記
事
の
み

｢乳
母
子
｣
と
し
て
い

る
｡
さ
れ
ば

『
大
鏡
』
の
古
本
系
統
の
三
巻
本

･
六
巻
本
､
な

い
L
は
異
本
系
統
の
披
閣
関
本
は
す
べ
て

｢
御
乳
母
子
｣
と
し

て
い
る
が
'
古
活
字
本
及
び
八
巻
本
の
流
布
本
系
統
は
t

か
の
御
乳
母
子
に
獅
め
の
と
ゝ
も

と
割
注
を
施
し
て
'

｢
御
乳

母
子｣
に
つ
い
て

｢御
め
の
と
ゝ

も
｣
と
疑
っ
て
い
る
｡
こ
こ
に
お
い
て
筆
者
は
古
活
字
本
系
統

の
存
擬
を
是
と
L
t
お
そ
ら
く
は

『
延
喜
御
集
』
の
詞
書
に
よ
っ

た

『
大
鏡
』
作
者
が
､

｢御
乳
母
の
命
婦
の
む
す
め
｣
に
よ

っ

て
､

｢
御
乳
母
子
｣
と
忠
実
に
記
述
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思

lつ
｡

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
に
従
い
た
い
｡

八

『
延
喜
御
集
』

の
成
立

前
項
に
お
い
て

『
延
喜
御
集
』
と

『
大
鏡
』
の
関
連
を
示
し
た
｡

『大
鏡
』
が

『
延
菩
御
集
』
を
典
拠
と
し
て
い
た
と
考
え
る
と
､
御

集
は

『
大
鏡
』
の
成
立
以
前
に
す
で
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
｡

ま
た
､
久
曽
神
昇
氏
が
指
摘
さ
れ
た
晴
輔
本
古
今
集
な
ど
の
頭
注
存

在
か
ら
も
'
平
安
後
期
に
は
現
在
の

『
延
菩
御
集
』
に
近
い
も
の
が

成
立
し
て
い
た
と
の
推
定
が
可
能
で
あ
る
と
思
う
｡

同
様
に

『
栄
花
物
語
』

『大
和
物
語
』
と
の
比
較
を
試
み
る
が
､

q
栄
花
物
語
』
に
は
御
集
と
の
関
連
性
が
全
く
見
ら
れ
な
い
｡

『
大
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和
物
語
』
に
つ
い
て
は
前
項
で
も
述
べ
た
通
り
'
五
段
に
お
い
て

『大
鏡
』
と
同
じ
く
保
明
親
王
の
御
乳
母
子
大
輔
君
の
歌
が
題
材
と

さ
れ
て
い
る
の
だ
が
御
集
所
収
の
歌
と
は
合
致
せ
ず
'
別
の
式
料
を

典
拠
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
そ
の
他
の

F大
和
物
拍
JI
の
段
に

お
い
て
も
､
醍
醐
天
皇
自
身
や
三
条
右
大
臣
女
御
'
畠
后
だ
子
､
定

方
'
伊
衡
な
ど
醍
醐
宮
廷
の
人
々
が
盛
ん
に
登
場
す
る
の
だ
が
'

『
延
喜
御
集
』
に
所
収
さ
れ
て
い
る
彼
等
の
歌
や
関
連
性
の
あ
る
記

事
は
全
く
見
受
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
､
単
に

r大
和

物
語
))
の
作
者
が

F
延
喜
御
集
』
を
資
料
と
し
て
用
い
な
か
っ
た
だ

け
で
あ
る
､
と
の
可
能
性
も
否
定
で
き
ず
､
こ
の
結
果
だ
け
で
御
集

の
成
立
を

『
大
和
物
語
』
の
成
立
以
降
と
判
断
し
て
し
ま
う
こ
と
は

で
き
な
い
｡

し
か
し
､
成
立
時
期
を
探
る
手
が
か
り
を
御
集
内
部
に
求
め
て
み

る
と
'

『
延
菩
御
集
』
の
詞
書
に
は
醍
醐
天
皇
自
身
に
敬
緒
が
用
い

ら
れ
て
お
り
'
本
集
が
後
人
の
撰
に
よ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
.

ま
た
'
同
じ
く
詞
書
に
は
'
御
集
に
登
場
す
る
醍
醐
'
朱
雀
'
村
上

天
皇
を
そ
れ
ぞ
れ

｢た
い
こ
と
き
こ
え
さ
せ
給
け
る
｣

｢朱
雀
院
の

御
門
｣

｢村
上
｣
と
､
い
ず
れ
も
追
号
で
表
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
､

御
集
の
成
立
を
村
上
天
皇
の
崩
御
以
降
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡

し
か
し
､
こ
れ
ら
が
後
世
の
訂
正
で
あ
る
可
能
性
も
無
視
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
｡

一
方
､

『
延
害
御
集
』
の
成
立
に
つ
い
て
久
曽
神
昇
氏
は

｢拾
迫

集
以
前
に
編
纂
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
｣
と
推
定
さ
れ
て
い
る
｡

六

『
延
音
御
集
』
の
性
格
に
お
い
て

『
延
喜
御
集
』
が
歌
物
語
な
要

素
を
持
っ
た
典
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
'
家
集
の
物
語
化
が
盛

ん
で
あ
っ
た
の
は

r後
拭
熊
山
か
ら

r
拾
追
払
J
に
か
け
て
の
ご
く

短
い
時
期
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
｡

『
延
再
御
先
山
も
､
こ
の
限
ら

れ
た

1
時
糊
に
縞
幕
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
｡

橋
本
不
美
男
氏
は

r
王
朝
和
歌
史
の
研
究
J

(笠
間
雷
房

･
昭
4
)

に
お
い
て
､
村
上
朝
期
前
後
に

｢自
他
撰
と
も
に
'

『業
平
集
J

コ
冗
良
親
王
焦
し

『
時
明
集
J

r本
院
侍
従
集
J

『
馬
内
侍
集
h

r
l
粂
摂
政
御
集
』
の
よ
う
な
'
恋
愛
贈
答
を
主
軸
と
し
､
歌
物
語

的
構
成
の
家
集
が
成
立
し
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
よ
う
｣
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
｡
氏
が
説
い
て
お
ら
れ
る
時
期
に
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
併
せ

る
と
'

『
延
喜
御
集
JI
の
成
立
は
村
上
朝
の
頃
を
上
限
と
考
え
る
の

が
適
当
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
｡

九

お
わ
U
に

以
上
の
考
察
か
ら
t

F
延
喜
御
集
)
は
歌
物
語
的
な
性
質
の
御
集

で
あ
り
､

r
代
々
御
集
)
に
合
綴
さ
れ
て
い
る
他
の
天
皇
の
集
と
は

異
な
っ
た
趣
を
持
つ
と
い
う
こ
と
､
そ
し
て
'
村
上
朝
以
降
の

1
時

期
に
編
纂
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
推
測
す
る
の
で
あ
る
｡
橋
本
不

美
男
氏
の
ご
指
摘
の
通
り
'
当
時
は

『
業
平
集
』

『
元
良
親
王
集
』
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に
代
表
さ
れ
る
歌
物
語
的
構
成
の
家
集
を
編
纂
す
る
こ
と
が
流
行
し

て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡

『
延
喜
御
集
』
の
編
者
は
'
こ
の
流
行
に
則
っ

て
醍
醐
天
皇
の
御
製
を
を
集
成
し

『
代
々
御
集
』
の
中
で
異
彩
を
放

つ
御
集
が
誕
生
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡

F
延
喜
御
集
)
は
歌
数
が
少
な
く
､
内
容
に
し
て
も
そ
れ
ほ
ど
華

や
か
な
も
の
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
｡
し
か
し
'
所
収
さ
れ
て
い
る

歌
や
詞
苔
に
は
宮
廷
の
人
々
の
歌
の
や
り
取
り
が
細
や
か
に
し
る
さ

れ
'
天
皇
の
身
辺
で
の

｢
日
常
｣
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
｡
あ

る
い
は
'
醍
醐
天
皇
と
い
う
'
政
治
に
お
い
て
も
､
文
化
に
お
い
て

も
'
当
時
全
て
の
頂
点
に
立
っ
て
い
た
人
物

(実
際
に
は
象
徴
的
な

も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
)
を
描
く
舞
台
を
､
あ
え
て

｢日
常
｣
に

お
く
こ
と
に
よ
っ
て

『
延
喜
御
集
』
編
者
は
'
人
間
性
に
富
ん
だ
新

し
い
醍
醐
天
皇
像
の
造
型
を
試
み
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

(
こ
ぼ
や
し

み
つ
よ

東
京
リ
ー
ガ
ル
マ
イ
ン
ド
金
沢
本
校
)
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